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福島 みのり

How is new learning and research possible  
in the postcolonial era? 
— Focusing on Chohan haejoang’s self-narrative theory —

Minori FUKUSHIMA

（
1
）

は
じ
め
に

　

欧
米
で
社
会
学
を
学
ぶ
と
「
社
会
学
」
の
専
門
家
と
な
り
、
韓
国
で
「
社

会
学
」
を
学
ぶ
と
「
韓
国
社
会
の
専
門
家
」
と
な
る
。
私
は
、
韓
国
の
若
者

問
題
を
研
究
す
る
た
め
に
韓
国
に
留
学
し
た
も
の
の
、
韓
国
の
大
学
院
が
最

初
に
求
め
た
の
は
、
欧
米
の
理
論
を
き
ち
ん
と
習
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

授
業
の
大
部
分
は
欧
米
の
理
論
書
を
原
文
で
読
み
、
論
点
を
ま
と
め
て
発
表

す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
一
方
、
大
学
院
生
や
教
授
の
多
く
は
セ
ミ
ナ
ー

の
た
び
に
私
に
日
本
の
事
情
に
つ
い
て
尋
ね
て
き
た
。
私
は
欧
米
の
理
論
や

日
本
の
事
情
を
学
ぶ
た
め
に
韓
国
に
留
学
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

結
局
二
つ
の
要
望
を
満
た
す
た
め
、
欧
米
の
理
論
を
学
び
な
が
ら
日
韓
の
若

者
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
現
在
私
は
日
本
の
大
学
で
韓

国
社
会
論
や
文
化
論
を
教
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
未
だ
に
日
常
の
空
間
か
ら
学
問
の
世
界
に
至

る
ま
で
、
欧
米
の
言
説
と
理
論
が
支
配
体
系
の
頂
点
に
君
臨
し
、
私
た
ち
の

日
常
や
知
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
最
も
深
刻
な
問
題
は
、

私
た
ち
が
自
分
の
社
会
に
つ
い
て
語
る
言
葉
を
十
分
に
持
た
ず
に
い
る
と
い

う
現
状
で
あ
る
。
欧
米
の
理
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
国
の
様
々
な
事
象
を

検
証
す
る
、い
わ
ば
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
観
点
が
い
ま
だ
に
権
威
を
振
る
っ

て
い
る
。

　

二
〇
年
前
に
韓
国
で
研
究
し
て
い
た
時
、
こ
う
し
た
問
題
を
意
識
し
な
が

ら
研
究
に
取
り
込
む
よ
う
に
諭
し
た
の
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
り
文
化
人
類

学
者
で
あ
る
趙
韓
恵
浄
先
生
で
あ
っ
た
。
特
に
印
象
深
か
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、「
研
究
者
は
、
ま
ず
自
国
の
人
類
学
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
自
国
の
人
類
学
者
と
は
、
自
分
の
国
の
言
語
で
自
分
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の
ま
わ
り
や
社
会
の
様
々
な
出
来
事
を
観
察
し
、記
録
す
る
者
と
い
え
る
。
そ

の
点
で
自
国
の
人
類
学
者
に
な
る
た
め
、
誰
よ
り
も
徹
底
的
に
教
育
や
研
究

の
場
で
実
践
し
て
き
た
の
が
趙
韓
恵
浄
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
日
本
で
は

殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
趙
韓
恵
浄
の
教
育
実
験
と
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、

自
分
の
言
語
や
自
己
物
語
を
持
つ
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

教
育
や
研
究
の
場
で
未
だ
に
根
強
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
植
民
地
性
や
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
克
服
で
き
る
道
を
模
索
す
る
。

　

議
論
を
進
め
る
前
に
、
ま
ず
趙
韓
恵
浄
の
略
歴
を
紹
介
す
る
。
趙
韓
恵
浄

は
一
九
四
八
年
生
ま
れ
、
延
世
大
学
史
学
科
を
卒
業
し
、
一
九
七
〇
年
代
に

ア
メ
リ
カ
に
留
学
す
る
。
当
時
、
韓
国
で
女
性
と
し
て
留
学
、
し
か
も
ア
メ

リ
カ
へ
の
留
学
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ミ
ズ
ー
リ
大
学

や
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
）
で
文
化
人
類
学
を
専
門
に
し
、
修

士
、博
士
号
を
取
得
す
る
。
一
九
七
八
年
に
帰
国
し
、延
世
大
学
社
会
学
科
の

教
授
に
就
任
す
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
第
三
世
界
の
知
識
人
と
し
て

の
問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
女
性
や
主
婦
た
ち
の
集
ま
り
を
作
り
、
大
学

で
様
々
な
授
業
実
験
を
行
う
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
消
費
社
会
の
到
来
と
と

も
に
発
生
し
た
学
校
教
育
問
題
、
い
わ
ば
学
級
崩
壊
や
登
校
拒
否
の
一
〇
代

を
目
の
当
た
り
に
し
、
彼
ら
の
居
場
所
と
学
び
の
場
と
し
て
代
案
学
校
（
日

本
で
い
う
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
）
に
関
心
を
も
ち
は
じ
め
、
一
九
九
九
年
に
一

〇
代
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
。
そ
の
後
、

代
案
学
校
を
出
た
若
者
の
進
路
を
考
え
、
や
り
た
い
こ
と
を
し
な
が
ら
食
べ

て
い
け
る
社
会
的
企
業
を
仲
間
と
と
も
に
作
っ
て
い
く
。
同
時
期
に
、
ソ
ウ

ル
の
一
地
域
で
あ
る
ソ
ン
ミ
サ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
に
も
携
わ
り
、
新
た
な
共

同
体
、
代
案
的
な
生
の
あ
り
か
た
を
実
験
し
始
め
る
。
二
〇
一
四
年
に
大
学

を
退
職
し
、
現
在
は
済
州
島
で
暮
ら
し
な
が
ら
、
韓
国
社
会
に
向
け
て
様
々

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
を
し
続
け
て
い
る
。
主
な
著
書
に
『
脱
植
民
地
時
代

の
知
識
人
の
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
・
生
の
読
み
方
、
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
』（
一
九
九

二
、
一
九
九
四
、
一
九
九
六
）、『
学
校
を
拒
否
す
る
子
ど
も
、
子
ど
も
を
拒

否
す
る
社
会
』（
一
九
九
六
）、『
学
校
を
探
す
子
ど
も
、
子
ど
も
を
探
す
社

会
』（
二
〇
〇
〇
）、
共
著
『
教
室
が
戻
っ
て
き
た
』（
二
〇
〇
九
）、『
再
び

マ
ウ
ル
だ
』（
二
〇
〇
七
）
な
ど
が
あ
る
。
趙
韓
恵
浄
は
数
多
く
の
本
を
出

し
た
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
「
植
民
地
」
か
ら
「
脱
植
民
地
」
へ
の

実
践
で
あ
り
、「
自
己
物
語
」
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。「
格
差
」「
貧
困
」「
分

断
」
な
ど
の
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
危
機
の
最
中
に
お
い
て
も
、
日
韓

と
も
に
植
民
地
性
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
相
変
わ
ら
ず
重
要
な
課

題
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

本
稿
は
趙
韓
恵
浄
の
著
作
を
そ
の
刊
行
順
に
沿
い
、
筆
者
で
あ
る
私
自
身

の
個
人
の
記
憶
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら
紹
介
、
ま
た
は
読
み
直
し
て

い
く
。
第
一
章
で
は
、「
脱
植
民
地
性
」
へ
の
問
題
意
識
を
持
ち
は
じ
め
た

趙
韓
恵
浄
の
留
学
時
代
（
一
九
七
〇
年
代
）
を
紹
介
し
、
第
二
章
で
は
、
学

生
が
自
己
物
語
を
習
得
し
て
い
く
学
び
の
過
程
（
一
九
八
〇
年
代
〜
一
九
九

〇
年
代
半
ば
）
を
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
、
一
〇
代
と
学
校
教
育
問
題
を

解
決
す
る
た
め
設
立
し
た
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
で
の
実
験
を
検
討
し
、
第
四
章

で
は
、
社
会
的
企
業
や
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
り
な
が
ら
彼
女
が
模
索
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
危
機
か
ら
の
突
破
口
を
紹
介
し
、
趙
韓
恵
浄
の
「
脱
植
民
地
性
」

を
通
じ
た
教
育
・
生
の
実
践
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

１
．
趙
韓
の
留
学
時
代 —

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
学
問
体
系
の
克
服

（
自
国
の
人
類
学
者
に
な
る
こ
と
）
―

　

毎
年
、
大
手
の
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
ー
会
社
が
行
う
世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
を
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見
る
と
、
ト
ッ
プ
一
〇
に
入
る
の
は
欧
米
の
大
学
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
続

い
て
欧
米
の
植
民
地
で
あ
っ
た
香
港
、
イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
の
ア

ジ
ア
圏
の
国
々
が
ラ
ン
ク
イ
ン
す
る
。『
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
』（
日

本
語
版
）
を
み
て
み
る
と
、
主
な
指
標
と
し
て
「
教
育
効
果
」、「
国
際
性
」、

「
教
育
リ
ソ
ー
ス
」、「
教
育
充
実
度
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に

は
世
界
共
通
語
で
あ
る
英
語
の
威
力
は
無
視
で
き
な
い
。
論
文
引
用
ラ
ン
キ

ン
グ
に
関
し
て
も
、
英
語
で
書
か
れ
た
論
文
が
大
部
分
を
占
め
る
。

　

毎
年
非
英
語
圏
の
若
者
の
多
く
が
欧
米
の
大
学
や
大
学
院
に
留
学
す
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
留
学
先
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の

大
学
へ
シ
フ
ト
し
、
東
洋
と
西
洋
の
間
に
お
け
る
明
確
な
存
在
論
的
不
平
等

（
サ
イ
ー
ド
、
一
九
九
三
：
上 
三
四
四
）
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
西
洋
は
「
普
遍
（
中
心
）」
で
あ
り
、
東
洋
は
「
周

辺
」、
す
な
わ
ち
常
に
西
洋
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
解
釈
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
と

い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
私
た
ち
の
日
常
空

間
か
ら
学
問
領
域
、
そ
し
て
社
会
シ
ス
テ
ム
に
い
た
る
ま
で
深
く
根
付
い
て

い
る
。

　

今
や
東
洋
人
は
欧
米
に
普
遍
的
理
論
を
学
び
に
留
学
し
、
自
国
に
そ
の
理

論
を
持
ち
帰
り
、
自
国
を
測
る
尺
度
と
し
て
用
い
る
（
サ
イ
ー
ド
、
一
九
九

三
：
上 

二
七
七
参
考
）。
一
方
、
欧
米
に
留
学
し
た
ア
ジ
ア
人
留
学
生
の
多

く
が
、
欧
米
の
学
問
分
野
を
研
究
テ
ー
マ
に
設
定
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
自

国
の
あ
る
現
象
を
テ
ー
マ
に
研
究
を
行
う
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
に
は
欧
米
人
が
東
洋
人
に
求
め
る
研
究
テ
ー
マ
と
、
東
洋
人
が
求

め
る
研
究
テ
ー
マ
の
不
一
致
が
み
ら
れ
る
。（
こ
の
点
は
、「
は
じ
め
に
」
で

筆
者
が
言
及
し
た
留
学
経
験
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。）

　

趙
韓
恵
浄
が
留
学
時
代
に
経
験
し
、
気
づ
い
た
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ま
さ

に
、教
育
や
研
究
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
シ
ス
テ
ム
を
的
確
に
示
し

て
い
る
。
趙
韓
が
韓
国
で
は
じ
め
て
出
版
し
た
著
書
は
、『
韓
国
の
女
性
と
男

性
』（
一
九
九
九
、
文
学
と
知
性
社
（
韓
国
）
／
邦
訳
は
『
韓
国
社
会
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
』
二
〇
〇
二
、
法
政
大
学
出
版
局
）
で
あ
っ
た
。
本
書
の
元
は
、
博
士

号
取
得
の
た
め
に
済
州
島
に
お
け
る
男
女
の
性
別
役
割
に
つ
い
て
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
行
い
執
筆
し
た
論
文
で
あ
る
。
趙
韓
は
、
上
野
千
鶴
子
と
の
往

復
書
簡
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
が
ア
ジ
ア
人
に
要
求
す
る
研
究
テ
ー
マ
で
博
士

論
文
を
執
筆
し
た
経
験
に
つ
い
て
、
第
三
世
界
出
身
の
人
類
学
者
が
知
識
ブ

ロ
ー
カ
ー
以
外
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

済
州
島
で
は
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
旧
式
の
ト
イ
レ
も
な
く
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
伝
統
的
な

生
活
様
式
を
破
壊
し
て
い
た
。
わ
た
し
は
そ
う
し
た
こ
と
を
目
に
し
な
が
ら
も
、
た
だ
わ

た
し
が
知
り
た
か
っ
た「
性
役
割
」に
つ
い
て
の
調
査
に
専
念
し
、資
料
を
米
国
に
持
ち
帰

り
論
文
を
仕
上
げ
た
。
わ
た
し
は
米
国
の
人
類
学
会
が
望
む
と
お
り
の
情
報
を
収
集
し

た
、
調
査
研
究
員
に
す
ぎ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
第
三
世
界
出
身
の
人
類
学
者
が
知
識
ブ

ロ
ー
カ
ー
以
上
の
役
割
を
果
た
す
の
は
難
し
い
の
だ
ろ
う
か
。（
上
野
・
趙
韓
、二
〇
〇
四
： 

二
二
）

　

研
究
テ
ー
マ
と
い
う
も
の
は
、
研
究
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
そ
し

て
ど
こ
で
研
究
を
行
う
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
力
が
異
な
っ
て
く
る
。

そ
の
点
で
、
趙
韓
の
悩
み
と
葛
藤
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
指
摘
と
共

鳴
す
る
部
分
が
多
い
と
い
え
る
。
欧
米
に
留
学
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
（
非
西
欧

人
）
の
人
々
の
中
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
対
象
と
し
た
研
究
テ
ー
マ
を
選
択
す

る
ケ
ー
ス
も
数
少
な
い
。
む
し
ろ
、
先
述
し
た
趙
韓
の
経
験
を
含
め
、
ア
メ

リ
カ
に
留
学
し
、
自
国
の
社
会
に
基
づ
く
研
究
を
行
う
学
生
が
多
く
み
ら
れ

る
。
趙
韓
い
わ
く
、
東
洋
の
研
究
者
の
「
知
識
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
と
し
て
の
役

割
は
、
二
〇
二
〇
年
代
に
も
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
。
や
っ
と
の
思
い
で
欧

（
2
）（
3
）
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米
諸
国
の
大
学
院
で
学
位
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
あ
く

ま
で
も
地
域
研
究
の
一
つ
の
成
果
に
過
ぎ
な
い
。
趙
韓
は
韓
国
に
帰
国
し
、

博
士
論
文
を
出
版
す
る
際
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
、『
韓
国
の
女
性
と
男
性
』
を

め
ぐ
り
、
自
分
自
身
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
研
究
成
果
が
、
西
欧
の
周
辺

部
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

　

タ
イ
ト
ル
を
決
め
る
と
き
、
わ
た
し
の
頭
を
か
す
め
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ド
が
自
分
の
本
に
『
男
性
と
女
性
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
な

が
ら
、
そ
こ
に
「
ア
メ
リ
カ
の
」
と
つ
け
る
べ
き
か
否
か
、
ほ
ん
の
一
瞬
で
も
迷
っ
た

だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
さ
に
、
こ
れ
が
「
中
心
部
」
に
い
る
人
間
と
、
そ

う
で
な
い
人
間
の
違
い
で
し
ょ
う
ね
。（
趙
韓
・
上
野
、
二
〇
〇
四
：
二
一
―

二
二
）

　

趙
韓
の
指
摘
は
、
依
然
理
論
を
生
産
す
る
の
は
「
欧
米
」
で
あ
る
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
理
論
と
さ
れ
る
対
象
も
一
つ
の
地
域
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ド
の
『
男
性
と
女
性
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
「
ア
メ
リ
カ
の
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
も
一
つ
の

「
地
域
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
脱
領
域
化
す
る
ま
な
ざ
し
が
生
ま
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　

一
方
、
趙
韓
は
ア
メ
リ
カ
で
博
士
号
を
取
得
し
母
国
に
帰
国
し
た
後
、
学

生
た
ち
が
求
め
る
テ
ー
マ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下

は
、
ア
メ
リ
カ
で
書
い
た
教
材
で
韓
国
の
学
生
た
ち
に
人
類
学
を
教
え
る
中

か
ら
感
じ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

学
生
た
ち
は
、
米
国
の
学
生
と
は
違
っ
て
、
部
族
社
会
の
慣
習
に
関
心
を
示
さ
な
い
。

わ
た
し
は
、
こ
の
学
生
た
ち
に
は
好
奇
心
す
ら
な
い
の
か
と
腹
を
立
て
た
。
け
れ
ど
も
学

生
た
ち
は
「
誰
だ
っ
て
文
化
相
対
主
義
く
ら
い
知
ら
な
い
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
人
は
み
ん
な
、
各
人
各
様
に
暮
ら
し
て
い
る
ん
で
す
か
ら
」
と
白
け
た
反
応
だ
っ

た
。
後
で
分
か
っ
た
が
、
学
生
た
ち
が
ぜ
ひ
と
も
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
自
分
た
ち
が

追
い
つ
き
追
い
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
先
進
社
会
」
の
人
々
の
生
活
で
あ
っ
た
の

だ
。（
趙
韓
・
上
野
：
二
二
―

二
三
）

　

そ
こ
で
、
趙
韓
は
「
こ
れ
ま
で
人
類
学
者
が
生
産
し
て
き
た
知
識
は
い
っ

た
い
誰
の
た
め
の
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
、
人
類
学
は
『
普
遍
的
知
識
』
を

生
産
す
る
学
問
だ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
」（
趙
韓
・
上
野
：
二
三
）
と
問
わ

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
が
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
で
き
た
人
類

学
、
ひ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
生
産
さ
れ
て
き
た
理
論
、
知
識
の
意
味

と
価
値
が
根
底
か
ら
揺
ら
ぎ
、「
誰
も
が
納
得
す
る
普
遍
的
知
識
の
生
産
は

い
っ
た
い
可
能
な
の
か
」
と
問
い
続
け
る
。
こ
の
問
い
は
、
先
に
言
及
し
た

博
士
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
の
自
己
省
察
に
つ
な
が
る
。
こ
の
経
験
を

通
じ
て
、
趙
韓
は
学
生
た
ち
に
「
自
国
の
人
類
学
者
」
に
な
る
こ
と
を
提
案

す
る
。

　

わ
た
し
は
、
帝
国
主
義
国
家
出
身
の
人
類
学
者
も
、
人
類
学
者
の
通
過
儀
礼
で
あ
る

異
邦
社
会
の
現
場
調
査
を
終
え
た
な
ら
、
自
国
に
帰
り
、
そ
こ
で
獲
得
し
た
視
点
で
自

国
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
自
分
の
国
を
「
総
体
的
に
」
研
究
す
る
経

験
も
な
く
、
他
の
国
ば
か
り
、
そ
れ
も
上
か
ら
見
下
す
よ
う
に
研
究
す
る
な
ら
、
人
類
学

は
こ
れ
ま
で
自
ら
が
最
も
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
「
自
民
族
中
心
性
」
を
抜
け
出
す
道

は
な
い
。
人
類
学
は
異
邦
社
会
に
対
す
る
好
奇
心
に
満
ち
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
趣
味

活
動
で
は
な
い
。
人
類
学
者
は
自
国
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
切
実
な
手
掛
か
り
を

も
っ
て
旅
立
つ
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
う
し
た
面
で
人
類
学
者
と
は
、
結
局

は
す
べ
て
が
自
国
の
人
類
学
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。（
趙
韓
・
上
野
：
二
三
）

　

こ
う
し
た
趙
韓
の
指
摘
は
、
他
者
や
異
文
化
理
解
に
つ
い
て
、
ま
ず
自
分

の
国
と
社
会
を
相
対
的
に
見
つ
め
直
す
こ
と
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
点
は
、「
地
域
研
究
」
と
い
う
枠
組
み
の
み
に
こ
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だ
わ
る
こ
と
か
ら
く
る
落
と
し
穴
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
地
域
研
究
は
、

政
治
学
・
社
会
学
・
文
化
理
論
・
言
語
学
な
ど
欧
米
の
理
論
に
照
ら
し
合
わ

せ
て
特
定
の
地
域
を
研
究
す
る
と
い
う
方
法
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た

視
点
は
、
欧
米
は
「
普
遍
」
で
あ
り
、
韓
国
な
ど
の
地
域
は
「
特
殊
」
で
あ

る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
何
が
韓
国
社
会
の
特
殊
性
な
の

か
」「
何
が
欧
米
（
日
本
）
と
の
違
い
な
の
か
」
と
い
う
視
点
が
支
配
的
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
欧
米
と
の
比
較
の
み
な
ら
ず
、
日
韓
の
差

異
に
つ
い
て
の
議
論
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
日
韓
の
差
異
に
つ
い
て

は
、「
対
立
」
と
い
う
図
式
を
通
じ
て
、
浅
は
か
な
「
国
民
性
」
論
議
が
な
さ

れ
、
こ
う
し
た
差
異
に
対
す
る
単
純
な
認
識
は
、
安
易
に
「
本
質
的
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
へ
の
議
論
に
つ
な
が
り
、
相
手
を
規
定
し
他
者
化
し
て
き

た
の
で
あ
る
（
上
野
・
趙
韓
：
一
九
七
―

一
九
八
）。
重
要
な
の
は
、「
あ
る

社
会
が
ど
れ
だ
け
自
国
の
社
会
問
題
＝
課
題
を
提
起
す
る
力
を
備
え
て
い
る

の
か
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
目
を
向
け
、
そ
の
力
を
有
す
る
社
会
こ
そ
自
然
と

理
論
が
獲
得
で
き
る
と
趙
韓
は
指
摘
す
る
（
趙
韓
、
一
九
九
一
）。
す
な
わ

ち
、
表
面
的
な
比
較
に
よ
る
特
殊
性
の
み
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る

社
会
の
課
題
と
そ
の
取
り
組
み
に
目
を
向
け
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
所
属
す
る

社
会
と
の
共
通
の
課
題
を
導
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
を
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
欧
米
か
ら
与
え
ら
れ
た
言
葉
（
理
論
）」
で
私
た
ち
が
所
属
す
る
社
会
を

語
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
言
葉
で
、
私
た
ち
の
社
会
に
つ
い
て
語
る
に

は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
な
の
か
。
第
二
章
で
は
趙
韓
の
大
学
で
の
実
験

を
検
討
す
る
。

２
．「
脱
植
民
地
時
代
に
お
け
る
学
び
」
の
実
験

　

ア
メ
リ
カ
で
博
士
号
を
と
り
、
母
校
で
あ
る
延
世
大
学
に
赴
任
し
た
趙
韓

は
、
脱
植
民
地
へ
の
道
、
つ
ま
り
自
分
の
言
葉
を
持
ち
、
自
分
の
社
会
に
つ

い
て
語
る
こ
と
を
授
業
の
中
で
実
験
す
る
こ
と
に
し
た
。
は
じ
め
か
ら
こ
の

授
業
の
内
容
、
授
業
の
中
で
行
っ
た
こ
と
は
、
人
類
学
者
の
観
察
に
基
づ
い

た
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
本
を
出
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
自
分
の
言
葉

を
持
つ
と
い
う
実
験
は
、
教
育
の
場
と
研
究
の
場
を
一
つ
に
す
る
こ
と
か
ら

始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
脱
植
民
地
時
代
の
知
識
人
の
、
テ
ク
ス

ト
の
読
み
方
・
生
の
読
み
方
―
今
こ
の
教
室
で
』（
も
う
一
つ
の
文
化
、
一
九

九
二
、
以
下
、『
今
こ
の
教
室
で
』
に
省
略
）
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
、
当
時

韓
国
の
大
学
や
知
識
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
以
下
、
こ
の
本
の
内
容

を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
時
期
の
趙
韓
の
実
践
を
検
討
す
る
。

　

一
九
九
一
年
の
春
学
期
に
延
世
大
学
社
会
学
科
の
三
、
四
年
生
を
対
象
と

す
る
専
攻
選
択
科
目
『
文
化
理
論
』
に
つ
い
て
、
趙
韓
は
次
の
よ
う
に
授
業

の
目
的
と
意
味
を
語
っ
た
。

　

本
授
業
は
、「
植
民
地
知
識
人
の
服
」
を
脱
ぎ
、「
教
え
」
と
「
学
び
」
に
関
す
る
「
教

育
（pedagogy

）」
へ
の
実
践
で
あ
り
、「
誰
か
に
何
か
を
学
ぶ
」
と
い
う
考
え
よ
り
、

「
自
己
省
察
の
た
め
の
討
論
に
参
加
す
る
姿
勢
」
を
通
し
て
積
極
的
に
読
書
を
し
て
ほ
し

い
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。（
趙
韓
、
一
九
九
二
：
六
―

七
）

　
『
今
こ
の
教
室
で
』
に
は
、
本
授
業
の
内
容
や
方
法
の
み
な
ら
ず
、
学
び
の

方
向
性
や
共
に
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一

部
を
紹
介
す
る
（
趙
韓
、
一
九
九
二
：
二
八
―

三
三
）。

32



論　文

　

Ａ
：
シ
ラ
バ
ス

第
１
章
：
馴
染
ま
な
い
言
葉
／
空
回
り
す
る
生

　

欧
米
の
理
論
で
は
な
く
、
韓
国
（
つ
ま
り
、
私
た
ち
）
の
言
葉
で
書
か
れ
た
論
文
や

文
学
作
品
、
映
画
な
ど
芸
術
的
な
テ
ク
ス
ト
を
使
用
す
る
。
こ
れ
ま
で
た
だ
傍
観
し
て

い
た
社
会
現
象
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
本
授
業
で
は
新
た
に
読
み
解
く

習
慣
を
も
ち
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
的
圧
力
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
知
恵
と
力
を

伸
ば
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
講
義
の
目
標
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

Ｂ
：
教
室
の
運
営
方
式

一
．
共
に
作
り
上
げ
て
い
く
教
室
に
す
る
。
教
授
が
教
壇
か
ら
一
方
的
に
話
し
て
教
え

る
こ
と
は
、
無
条
件
に
耐
え
る
べ
き
だ
と
い
う
相
当
な
忍
耐
力
と
沈
黙
を
強
要
す
る
行

為
で
あ
る
。
教
壇
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
、
教
授
は
相
当
な
権
威
と
し
て
君

臨
す
る
。
こ
の
授
業
は
討
論
中
心
に
行
う
た
め
、
教
壇
は
必
要
な
い
。

二
．
授
業
は
「
討
論
の
共
同
体
」
で
あ
る
。
自
発
的
に
参
加
し
、
互
い
に
正
直
に
な
り
、

忠
実
に
努
力
す
る
よ
う
心
が
け
る
こ
と
。

三
．
な
お
、
大
学
生
の
あ
り
方
と
し
て
、
出
席
は
と
ら
な
い
。
授
業
を
欠
席
し
た
ら
、
損

を
す
る
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
で
授
業
に
臨
む
こ
と
。
討
論
内
容
は
、
授
業
後
に
提
出
す
る

レ
ポ
ー
ト
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
。

　

趙
韓
は
、「
小
説
、
文
化
批
評
書
、
学
術
書
、
写
真
、
映
画
な
ど
様
々
な
テ

ク
ス
ト
を
毎
回
学
生
た
ち
に
紹
介
し
、自
分
自
身
の
生
と
関
連
づ
け
、積
極
的

か
つ
創
造
的
に
読
み
解
く
こ
と
」
を
促
し
た
。
だ
が
、
授
業
が
始
ま
る
と
学

生
は
「
模
範
生
」
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ

に
は
、
趙
韓
が
常
に
問
題
視
し
て
き
た
「
受
験
中
心
の
教
育
が
作
り
出
し
た

若
者
の
姿
」
が
あ
っ
た
。
初
回
の
授
業
に
て
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
自
己
紹
介

を
す
る
よ
う
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
学
生
た
ち
は
「
模
範
生
」
の
よ
う
に
、
趙

韓
が
例
え
と
し
て
提
示
し
た
「
高
校
時
代
の
思
い
出
」、「
家
族
に
つ
い
て
」、

「
好
き
な
音
楽
や
映
画
」
な
ど
す
べ
て
を
語
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、

「
自
己
を
抑
圧
す
る
主
体
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
振
る
舞
い
で
あ
り
、
あ
る
意

味
自
分
の
生
と
乖
離
し
た
姿
勢
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
自
己
紹
介
か
ら

は
学
生
た
ち
の
「
自
分
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
強
い
欲
求
」
を
感
じ
る

よ
う
に
な
り
、
学
生
自
身
も
授
業
に
対
し
積
極
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
趙
韓

は
評
価
す
る
。

　

趙
韓
の
行
っ
た
授
業
の
具
体
的
な
様
子
を
少
し
紹
介
す
る
。
一
九
九
一
年

の
春
学
期
に
行
わ
れ
た
授
業
『
文
化
理
論
』
は
、「
馴
染
ま
な
い
言
葉
」、「
空

回
り
す
る
生
か
ら
の
脱
却
」と
い
う
二
つ
の
言
葉
に
収
斂
さ
れ
る
。
こ
の
目
標

に
近
づ
く
た
め
に
、
趙
韓
は
欧
米
の
理
論
で
は
な
く
、
韓
国
（
私
た
ち
）
の

言
葉
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
、
批
評
文
、
映
画
や
写
真
な
ど
芸
術
的
な
テ
ク

ス
ト
を
用
い
た
。
最
初
に
扱
っ
た
の
が
韓
国
の
小
説
家
イ
・
イ
ン
ソ
ン
の
作

品
だ
っ
た
。
当
時
韓
国
人
に
馴
染
み
が
あ
る
欧
米
の
多
く
の
文
学
作
品
は
、

「
成
長
物
語
」
に
代
表
さ
れ
る
啓
蒙
思
想
を
も
ち
、
自
己
の
内
面
を
成
長
さ

せ
、
自
己
を
克
服
し
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
が
主
流
で
あ
っ
た
反
面
、
彼
の
小

説
（
短
編
「
あ
な
た
に
つ
い
て
」、
一
九
八
五
）
は
、
従
来
の
文
学
作
品
に
は

見
ら
れ
な
い
特
徴
を
備
え
て
い
た
。
小
説
の
最
初
と
最
後
を
引
用
す
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
小
説
を
読
む
あ
な
た
に
、
し
ば
ら
く
目
を
閉
じ
て
も
ら
い
た
い
。
目
を
閉

じ
て
い
な
い
な
ら
、
お
願
い
だ
か
ら
じ
っ
と
目
を
閉
じ
て
ほ
し
い
。
き
っ
と
あ
な
た
は
目

を
閉
じ
て
な
か
っ
た
、
ま
た
は
早
め
に
目
を
開
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
瞬
間

突
然
、「
お
お
、
気
が
短
い
ク
ソ
読
者
よ
！　

畜
生
！
」
と
い
う
激
辛
の
悪
口
で
あ
な
た

に
罵
声
を
浴
び
せ
て
も
構
わ
な
い
の
だ
。
だ
が
、
僕
は
で
き
れ
ば
そ
う
し
た
く
な
い
。
あ

な
た
に
、
あ
な
た
に
つ
い
て
話
す
た
め
、
あ
な
た
を
無
条
件
擁
護
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
だ
。
す
ま
な
い
。
あ
な
た
に
不
愉
快
を
与
え
た
と
し
た
ら
、
正
直
言
っ
て
こ
ん
な
時
代

を
共
に
生
き
な
が
ら
、
今
こ
こ
で
は
な
く
と
も
、
あ
な
た
に
衝
撃
を
与
え
た
い
私
の
気
持

ち
が
「
い
つ
か
」
は
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
ん
だ
。
そ
う
だ
！　

こ
の
「
い
つ
か
」
に
向

か
っ
て
こ
の
小
説
は
始
ま
っ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
れ
ま
で
こ
の
小
説
を
読
ん
で
か
ら
、
あ

な
た
は
、
以
前
の
あ
な
た
と
紙
一
重
ほ
ど
変
わ
っ
た
の
か
。
今
の
あ
な
た
は
僕
の
次
の
小

説
を
読
も
う
と
す
る
の
か
。 

（
趙
韓
、
一
九
九
二
：
四
〇
―

四
一
か
ら
再
引
用
）
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本
作
品
を
読
み
、
感
想
文
を
書
い
て
も
ら
っ
た
が
、
趙
韓
の
注
文
は
、「
こ

の
小
説
を
読
ん
だ
後
に
自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
素
直
に
書
い
て
ほ
し
い
」
と

い
う
た
っ
た
一
つ
で
あ
っ
た
。
多
く
の
学
生
は
、「
こ
れ
が
小
説
な
の
か
」
と

い
う
戸
惑
い
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
に
は
「
分
析
し
よ
う
と
す

る
」
習
慣
が
み
ら
れ
た
。「
イ
・
イ
ン
ソ
ン
の
文
は
十
分
に
啓
蒙
主
義
的
で
な

い
」「
明
確
な
代
案
を
提
示
し
て
い
な
い
」「
個
人
的
に
成
長
す
る
中
で
自
分

に
と
っ
て
真
正
な
意
味
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
形
式
的
か
つ
見
栄
っ
張
り

の
よ
う
に
感
じ
る
。
実
践
的
な
代
案
に
失
敗
し
た
よ
う
だ
」「
現
実
に
対
し

て
絶
望
し
、
虚
し
さ
を
消
せ
な
い
よ
う
だ
」
な
ど
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
が
多

く
み
ら
れ
た
。
趙
韓
は
、
こ
れ
ら
学
生
の
コ
メ
ン
ト
を
読
み
、「
学
生
た
ち

は
、
小
説
と
は
普
遍
か
つ
妥
当
な
心
理
を
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
客
観
的
な
真
実
が
あ
る
と
い
う
前
提
と
し
て
捉
え
、
見
慣
れ
な
い
事

柄
を
自
分
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
し

た
（
趙
韓
、
一
九
九
二
：
五
二
）。
趙
韓
は
、「
こ
の
小
説
に
は
結
論
は
な
い

が
、
自
分
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
」、
す
な
わ
ち
正
解
が
な
い
小
説

を
意
図
的
に
選
ん
で
授
業
を
行
い
、
そ
の
点
を
気
づ
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
実
験
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

趙
韓
は
、
こ
の
授
業
で
は
総
括
以
外
、
教
壇
に
上
が
ら
な
か
っ
た
。
討
論

が
う
ま
く
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
の
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
は
す
ば
ら

し
く
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
文
章
が
上
手
に
な
っ
た
。
特
に
、
討
論
は
自
分

の
話
と
関
連
し
た
話
が
で
き
た
と
き
に
活
発
化
し
、
結
果
、
レ
ポ
ー
ト
の
レ

ベ
ル
も
上
が
っ
た
と
い
う
。

　

学
期
終
了
後
、
参
加
学
生
の
殆
ど
は
文
化
に
つ
い
て
、
自
分
の
生
に
つ
い

て
、
自
己
省
察
す
る
機
会
を
も
ち
、
各
自
、
自
ら
の
生
に
つ
い
て
新
た
な
悩
み

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
授
業
は
そ
れ
な
り
に
成
功
し
、
こ
れ
ま
で
の

文
化
理
論
の
講
義
に
は
な
か
っ
た
実
践
で
あ
っ
た
。
学
習
ス
タ
イ
ル
を
革
命

的
に
変
え
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
正
し
か
っ
た
と
趙
韓
は
評
価
す
る
（
趙

韓
、
一
九
九
二
：
二
八
―

三
三
）。

　

趙
韓
が
意
図
し
た
学
び
へ
の
実
践
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
女
は
あ
る

学
生
が
述
べ
た「
こ
の
小
説
は
、作
家
が
意
図
し
た
内
容
を
一
方
的
に
伝
達
す

る
の
で
は
な
く
、
日
常
的
な
話
を
お
互
い
問
い
続
け
、
応
答
す
る
形
式
を
通

じ
て
現
実
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
だ
（
八
六
年
度
入
学
、
チ
ャ
ン
ホ
）」

と
い
う
意
見
に
注
目
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
イ
・
イ
ン
ソ
ン
の
小
説
は
、

作
家
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
虚
無
的
な
存
在
で
し
か
な
い
自
分
の
姿
を
見

せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
誰
も
が
類
似
し
た
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を

歩
ん
だ
「
大
き
な
物
語
」
か
つ
ド
ラ
マ
に
出
て
く
る
他
人
の
人
生
の
喜
び
と

悲
し
み
を
通
じ
て
自
分
の
人
生
を
確
認
し
た
時
代
と
は
異
な
り
、
自
分
は
誰

な
の
か
を
模
索
し
つ
づ
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。
小
説
と
は
、
互
い

を
結
ぶ
「
ひ
も
」
を
容
易
に
見
い
だ
せ
な
い
状
況
の
中
で
、
小
説
家
と
し
て

生
き
残
る
た
め
に
必
死
に
書
い
た
小
説
家
の
実
践
で
も
あ
る
。
趙
韓
は
、「
私

が
今
や
統
合
さ
れ
た
一
つ
で
は
な
く
、『
私
』
が
誰
な
の
か
、
分
か
ら
な
い
時

代
を
生
き
る
読
者
に
と
っ
て
、
イ
・
イ
ン
ソ
ン
は
『
出
会
い
』
と
『
言
葉
』

を
放
棄
し
て
は
い
け
な
い
と
語
り
、
私
た
ち
の
中
に
入
ら
な
い
限
り
、
得
ら

れ
な
い
そ
の
何
か
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
文
章
に
、
私
（
趙
韓
）
は
喜
び
を

感
じ
る
」
と
語
る
（
趙
韓
、
一
九
九
二
：
五
五
）。
趙
韓
は
、
翻
訳
で
は
な
い

「
私
た
ち
の
言
葉
」
で
書
か
れ
た
小
説
を
読
む
実
践
を
通
じ
て
、
私
た
ち
の
言

葉
を
読
む
喜
び
を
知
り
、
自
己
省
察
を
す
る
実
践
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
重

要
な
こ
と
は
、
こ
の
地
（
韓
国
）
に
住
む
一
人
の
小
説
家
と
し
て
、
彼
が
切

実
に
こ
の
文
章
を
書
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ

の
教
室
の
学
生
た
ち
が
そ
の
文
章
を
読
み
、
多
く
の
大
切
な
話
を
分
か
ち
合
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う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
（
趙
韓
、
一
九
九
二
：
五
八
）。

　
「
教
科
書
的
な
読
解
と
受
動
的
な
人
間
、
著
者
の
権
威
と
権
力
、
知
的
共
同
体
の
形
成

と
そ
の
潜
在
力
に
つ
い
て
、
そ
し
て
「
我
々
」
の
言
葉
が
究
極
的
に
最
も
重
要
か
つ
権

威
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
今
こ
の
場
に
お
け
る
出
会
い
が
ま
さ
に
そ
れ
（
重
要
）

な
の
で
あ
る
。」（
趙
韓
、
一
九
九
二
：
五
八
）

　

こ
の
指
摘
は
筆
者
の
私
に
新
た
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
た
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
留
学
に
行
っ
た
際
、
筆
者
は
海
外
に
の
み
目
を
向
け
、
い
か
に
日
本

の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。「
自
国
の
人
類
学
者
に

な
る
こ
と
で
、
他
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
趙
韓
の
言
葉
に
よ
っ

て
、「
学
び
」
と
は
「
対
象
」
の
み
で
な
く
、
自
己
の
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」

と
の
関
連
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

３
．
新
た
な
教
育
の
場
を
作
る
ー
代
案
教
育
の
場「
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
」設
立

　

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、趙
韓
は
大
学
で
実
践
し
た「
脱
植
民
地
化

の
実
験
と
学
び
」
に
基
づ
き
、
学
校
外
で
放
浪
し
つ
づ
け
る
一
〇
代
の
青
少

年
の
た
め
の
「
代
案
教
育
の
場
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
両
者

に
共
通
す
る
点
は
、
圧
縮
さ
れ
た
近
代
化
の
中
で
「
従
順
な
身
体
」
に
飼
い

な
ら
さ
れ
た
若
者
を
解
放
さ
せ
、
自
ら
の
身
体
と
言
葉
を
取
り
戻
す
こ
と
で

あ
っ
た
。
韓
国
は
一
九
六
〇
〜
一
九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
軍
事
独
裁
政
権
を

経
験
し
、
一
九
八
七
年
に
民
主
化
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
の
は
じ
め
に
よ
う

や
く
消
費
社
会
を
迎
え
た
。
圧
縮
的
か
つ
抑
圧
的
な
近
代
化
に
よ
り
、
長
ら

く
学
校
現
場
で
規
律
訓
練
に
飼
い
な
ら
さ
れ
て
き
た
若
者
は
、
学
校
外
の
消

費
文
化
に
触
れ
て
い
く
中
で
徐
々
に
「
消
費
者
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
市
民
が
中
流
意
識
を
も
ち
は
じ
め
、
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
し
て
い
く
中
で
登
場
し
た
新
し
い
「
世
代
」
は
、
個
人

指
向
で
新
し
い
価
値
観
を
追
求
す
る
世
代
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
っ
た
。
一

方
で
、「
一
九
世
紀
の
学
校
で
二
〇
世
紀
の
教
師
が
二
一
世
紀
の
学
生
を
教

え
て
い
る
」
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
国
の
統
制
下
で
長
ら
く
画
一
的
で
あ
っ
た

教
育
現
場
で
は
、
不
登
校
、
学
級
崩
壊
な
ど
「
動
機
付
け
の
危
機
」
に
陥
っ

た
一
〇
代
の
青
少
年
問
題
が
浮
上
し
て
い
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
が
家
に
い
な
い

夜
一
一
時
が
過
ぎ
た
の
に
、
子
ど
も
た
ち
は
家
に
い
な
い

学
校
で
「
強
制
的
に
学
習
」
さ
せ
ら
れ
、
塾
で
宿
題
や
予
習
を
し
た

自
習
室
に
行
っ
た
と
い
う

自
習
室
に
い
く
と
言
い
訳
を
し
、

近
く
の
卓
球
場
に

華
陽
洞
ナ
イ
ト
に
行
っ
た
と
い
う

ピ
ピ
と
呼
ば
れ
る
無
線
呼
び
出
し
機
に
し
が
み
つ
い
て

体
は
（
こ
こ
に
）
あ
っ
て
も

心
は
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
（『
学
校
を
拒
否
す
る
子
ど
も
、
子
ど
も
を
拒
否
す
る
社
会

　
　
　
　
　
　

―
受
験
文
化
の
政
治
経
済
学
』
も
う
一
つ
の
文
化
、
一
九
九
六
：
四
）

　

も
は
や
学
校
は
「
羨
望
の
対
象
」
で
は
な
く
「
抑
圧
の
象
徴
」
と
な
り
、

自
ら
逸
脱
し
て
い
く
子
供
た
ち
が
徐
々
に
現
れ
は
じ
め
、
受
験
中
心
の
教
育

と
暗
記
式
教
育
、
そ
し
て
権
威
主
義
的
な
学
校
が
子
供
た
ち
の
想
像
力
と
自

発
性
を
押
し
殺
す
と
い
う
考
え
も
徐
々
に
広
が
り
は
じ
め
て
い
っ
た
の
で
あ

る
（
趙
韓
ほ
か
、
二
〇
〇
二
：
九
四
―

九
五
）。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
高
校
を
中
退
し
歌
手
と
な
っ
た
ソ
・
テ
ジ
は

「
学
校
に
行
か
な
く
て
も
上
手
く
や
っ
て
い
け
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
社

（
3
）
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会
に
送
り
、
一
〇
代
の
絶
大
な
支
持
を
得
、
そ
の
後
、
様
々
な
カ
ウ
ン
タ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
が
若
者
に
浸
透
し
、
韓
国
特
有
の
「
若
者
論
」
も
生
産
さ
れ
て

い
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
民
主
化
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
時
期
に
起
き
た
Ｉ

Ｍ
Ｆ
経
済
危
機
に
よ
っ
て
、
韓
国
社
会
は
大
き
な
困
難
に
直
面
す
る
。
既
存

の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
機
能
不
全
に
陥
り
、
就
職
難
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
リ

ス
ト
ラ
に
よ
り
家
庭
の
崩
壊
が
続
出
し
た
。
中
で
も
、
大
き
な
困
難
に
直
面

し
た
の
は
一
〇
代
の
青
少
年
た
ち
で
あ
り
、
学
校
で
は
学
級
崩
壊
や
家
出
少

年
、
少
女
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
。「
学
校
に
い
て
も
心
は
学
校
に
な
い

若
者
」「
無
気
力
な
青
少
年
」
が
増
え
続
け
、
一
日
中
学
校
に
閉
じ
こ
も
っ
て

い
る
一
〇
代
は
、
心
身
と
も
に
疲
労
困
憊
で
ス
ト
レ
ス
が
限
界
に
達
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
脱
学
校
・
い
じ
め
、
そ
し
て
自
殺
な
ど
の
増
加
に

も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

　

当
時
の
韓
国
社
会
の
状
況
や
時
代
の
流
れ
を
察
し
た
趙
韓
は
、「
一
〇
代

は
『
問
題
』
で
は
な
く
『
社
会
的
資
源
で
あ
る
』」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

掲
げ
、
一
九
九
九
年
、
延
世
大
学
が
ソ
ウ
ル
市
か
ら
委
託
を
受
け
運
営
す
る

形
で
、
都
市
型
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
で
あ
り
、
ユ
ー
ス
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
「
ハ

ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
し
た
。「
ハ
ジ
ャ
」
と
は
「
や
っ
て
み
よ
う
！
」「
い

ろ
ん
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
！
」
を
意
味
し
、
設
立
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
ソ
・
テ
ジ
」
と
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
」
で
あ
っ
た
。「
ソ
・
テ
ジ
」
は
「
学
校
に
行
か

な
く
て
も
社
会
で
上
手
く
や
っ
て
い
け
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、

「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
」
と
は
既
存
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
意
味
し
た
。
特
に
、
大
衆

文
化
の
領
域
で
活
動
し
て
い
た
人
文
系
出
身
の
若
者
が
受
け
た
衝
撃
は
多
大

な
も
の
で
あ
り
、
文
化
産
業
界
に
従
事
で
き
る
新
た
な
人
材
を
育
て
る
こ
と

を
目
的
と
し
、
既
存
の
学
校
教
育
と
は
全
く
異
な
っ
た
若
者
の
創
意
的
な
空

間
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

開
校
に
先
立
ち
、「W

hy are w
e discussing ‘youth’ now

? Y
outh and 

M
odernity – From

 Y
outh Problem

 to Y
outh Q

uestion –

」
と
題
し
た
「
設

立
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
一
九
九
九
）」
は
、
若
者
の
現
状
を
「
問
題
視
」
す

る
の
で
は
な
く
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
を
発
信
し
た
。
基
調
講
演
を
行
っ
た

『
ハ
マ
ー
タ
ウ
ン
の
野
郎
ど
も
』（
一
九
七
七=

一
九
八
五
）
の
著
者
で
あ
る

ポ
ー
ル
・
ウ
ィ
リ
ス
は
、
階
級
社
会
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
労
働
者
階
級

の
若
者
、
い
わ
ば
「
野
郎
ど
も
」
は
抑
圧
的
な
学
校
空
間
か
ら
抜
け
出
す
た

め
に
、
む
し
ろ
自
発
的
に
低
賃
金
の
肉
体
労
働
を
選
択
し
、
結
果
的
に
現
存

す
る
社
会
秩
序
の
再
生
産
に
寄
与
す
る
結
果
を
生
み
出
す
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
指

摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
趙
韓
は
韓
国
に
お
け
る
「
脱
学
校
の
若
者
」
は
社

会
シ
ス
テ
ム
に
不
適
応
な
若
者
で
は
な
く
、
社
会
シ
ス
テ
ム
が
原
因
と
な
っ

て
出
て
き
た
副
作
用
で
あ
り
、
そ
の
点
で
彼
ら
は
「
時
代
の
表
徴
」
で
あ
る

と
指
摘
し
た
（
趙
韓
、
二
〇
〇
二
）。
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
若
者
の

問
題
が
「
個
人
の
問
題
」
以
上
に
「
構
造
上
の
問
題
」
で
あ
り
、
時
代
の
流

れ
と
深
く
関
連
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
趙
韓
は
不
登
校
の
子
供
た
ち
が
「
不

良
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
。

　

私
の
出
会
っ
た
子
供
た
ち
は
、
み
ん
な
や
る
気
で
い
っ
ぱ
い
。
ふ
つ
う
の
学
校
は
古
い

か
ら
、
そ
れ
が
も
う
身
の
丈
に
合
わ
な
い
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。
そ
こ
で
、
文
化
・
芸
術
・

Ｉ
Ｔ
・
も
の
づ
く
り
な
ど
を
外
部
の
専
門
家
や
市
民
団
体
と
一
緒
に
な
っ
て
学
ん
で
い
く
新

し
い
タ
イ
プ
の
学
校
と
し
て
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。（
趙
韓
、
二
〇
〇
〇
）

　

ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
は
、
都
市
を
教
育
資
源
と
教
育
空
間
と
し
て
積
極
的
に

活
用
し
、「
学
び
」
と
「
遊
び
」
と
「
仕
事
」
を
共
に
考
え
る
未
来
型
の
教

育
空
間
で
あ
っ
た
。
長
年
に
わ
た
る
民
主
化
運
動
は
多
様
な
市
民
運
動
を
も

（
4
）
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た
ら
し
た
が
、
こ
う
し
た
代
案
教
育
の
現
場
は
そ
の
市
民
運
動
が
も
た
ら
し

た
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
主
に
体
験
学
習
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
な
ど
教
科

書
的
な
知
識
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
脱
却
し
、
全
人
的
か
つ
共
同
体
的
な
体
験
を

中
心
に
し
た
場
所
で
あ
っ
た
（
福
島
、
二
〇
一
四
：
七
一
―

七
二
）。「
脱

学
校
」
の
若
者
た
ち
は
学
校
的
価
値
観
に
、「
Ｎ
Ｏ
！
」
を
突
き
付
け
、「
自

分
が
何
を
し
た
い
の
か
、
何
を
し
た
く
な
い
の
か
」
を
明
確
に
捉
え
、
行
動

に
移
す
主
体
的
な
若
者
で
あ
っ
た
。
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
の
活
動
モ
ッ
ト
ー
は

「
自
ら
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
し
よ
う
」、「
具
体
的
な
経
験
と
作
業
を
通
じ
て
学

ぶ
」、「
問
題
解
決
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
学
ぼ
う
」、「
情
報
を
積
極
的

に
共
有
し
、
経
験
を
情
報
と
し
て
発
信
し
よ
う
」、「
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
き
る
人

に
な
ろ
う
」
で
あ
っ
た
。
特
に
印
象
的
な
の
は
、
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
に
通
う

若
者
と
ス
タ
ッ
フ
は
お
互
に
本
名
で
は
な
く
「
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
」
で
呼
び
合

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
分
の
名
前
を
自
ら
が
ネ
ー
ミ
ン
グ
す
る
こ
と
で
主
体

的
な
行
動
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
従
来
の
教
員
と
学

生
と
い
っ
た
上
下
関
係
が
な
く
な
り
、
同
じ
目
線
か
ら
伝
え
た
い
こ
と
を
伝

え
る
水
平
的
な
関
係
性
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

趙
韓
は
何
よ
り
も
「
頭
で
は
な
く
、
体
を
使
っ
た
学
び
」「
知
識
と
経
験
を

融
合
す
る
こ
と
」
を
強
調
し
、
教
科
中
心
の
学
習
よ
り
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学

習
、
参
与
観
察
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
性
を
説

い
た
。
趙
韓
は
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
設
立
後
、
一
年
経
過
し
た
時
期
に
執
筆
し

た
『
学
校
を
探
す
子
ど
も
、
子
ど
も
を
探
す
社
会
』（
二
〇
〇
〇
）
の
冒
頭

に
、
以
下
の
よ
う
な
文
を
書
い
た
。

　

ソ
・
テ
ジ
が
戻
っ
て
き
た
。

　
「
家
に
帰
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
の
家
が
ど
こ
か
、
考
え
て
み
ま
す
」
と

い
う
手
紙
を
送
っ
た
。

（
5
）

（
6
）

　

タ
ル
ゲ
ン
イ
も
戻
っ
て
き
た
。

 

（『
学
校
を
探
す
子
ど
も
、
子
ど
も
を
探
す
社
会
』（
二
〇
〇
〇
）
よ
り
）

　
「
私
の
家
は
ど
こ
か
」
は
、
ま
さ
に
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
を
意
味
し
て
い
る
と

い
え
る
。
趙
韓
は
『
学
校
を
拒
否
す
る
子
ど
も
、
子
ど
も
を
拒
否
す
る
社
会
』

（
一
九
九
六
）
の
中
で
、
彼
ら
が
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
に
不
適
応
な
若
者
で
は

な
く
、
シ
ス
テ
ム
の
副
作
用
に
よ
っ
て
病
ん
で
い
る
「
時
代
的
な
表
徴
」
と

し
て
捉
え
た
。
一
方
、
四
年
後
に
執
筆
し
た
『
学
校
を
探
す
子
ど
も
、
子
ど

も
を
探
す
社
会
』（
二
〇
〇
〇
）
で
は
、「
た
っ
た
今
突
入
し
た
後
期
近
代
的

な
状
況
の
中
で
、
彼
ら
と
と
も
に
時
代
の
危
機
を
解
決
す
べ
き
、
代
案
を
模

索
す
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。「
脱
学
校
」
し
た
若
者
は
、
不
良
で
も
体

制
に
不
適
応
な
若
者
で
も
な
く
、
危
機
の
時
代
を
共
に
突
破
し
て
い
く
仲
間

で
あ
り
、
主
役
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー

は
後
期
近
代
の
様
々
な
問
題
を
乗
り
越
え
る
代
案
を
模
索
す
る
場
所
で
あ
っ

た
。
巨
大
な
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
が
象
徴
す
る
「
大
量
生
産
体
制
」
の
時
代
は
過

ぎ
去
り
、「
多
品
種
・
少
量
生
産
」
の
時
代
と
な
り
、
消
費
の
時
代
、
文
化
の

時
代
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
革
命
の
時
代
と
な
っ
た
。「
新
世
代
」
に
象
徴
さ
れ

る
一
〇
代
の
若
者
は
、
消
費
・
情
報
文
化
の
時
代
を
生
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

を
生
か
し
た
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
探
し
続
け
た
「
居

場
所
＝
家
」
が
ま
さ
に
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
。
ソ
・
テ
ジ
は
「C

om
e 

B
ack H

om
e

」
を
歌
い
、
家
出
を
し
た
若
者
も
徐
々
に
家
に
帰
っ
て
き
た
。

　

以
下
は
、
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
を
誰
よ
り
も
求
め
て
い
た
一
〇
代
に
よ
る「
私

に
と
っ
て
ハ
ジ
ャ
と
は
？
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

一
人
で
何
か
を
し
て
い
た
私
が
、
共
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
音
楽
に
接
し
た
。
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バ
ン
ド
の
歌
を
聴
き
な
が
ら
バ
ン
ド
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

協
働
が
必
要
な
音
楽
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
私
は
、
音
楽
作
業
場
で
初
め
て
「
協

奏
」
と
い
う
も
の
を
学
ん
だ
。（
ユ
ン
、
音
楽
作
業
場
二
期
）

　

私
に
と
っ
て
「
読
書
会
」
は
、
本
当
の
自
分
の
姿
を
探
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。

親
が
与
え
て
く
れ
た
名
前
で
は
な
い
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
と
し
て
行
動
し
、
考
え
な
が
ら
、

広
い
野
原
を
飛
び
回
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
主
人
公
の
馬
に
な
っ
た
気
が
し
た
。
他
の

人
と
た
だ
話
を
す
る
だ
け
で
も
、
自
分
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
に
と
っ
て
楽

し
く
も
あ
り
神
秘
な
経
験
で
あ
っ
た
。（
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
読
書
会
の
集
ま
り
）

 

「
私
に
と
っ
て
ハ
ジ
ャ
と
は
」（https://haja.net/about 

よ
り
）

　
「
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
」、
そ
し
て
「
他
者
と
協
働
す
る
こ
と
」
が
一
〇
代

の
若
者
に
と
っ
て
人
生
の
大
き
な
糧
と
な
っ
て
い
る
。「
代
案
教
育
運
動
の
も

た
ら
し
た
こ
と
」
に
つ
い
て
、
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
次

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

・ 

既
存
の
教
科
書
的
な
知
識
で
は
な
く
、
生
活
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る

知
識
、
答
え
を
探
す
知
識
で
は
な
く
、
問
題
を
提
起
す
る
知
識
、
頭
で
の
み
考
え
る

知
識
で
は
な
く
、
身
で
切
り
開
く
知
識
の
重
要
性
。

・ 

時
間
割
と
学
校
と
い
う
物
理
的
な
時
間
と
空
間
か
ら
自
由
な
教
育
を
通
じ
て
、
子
ど

も
た
ち
の
自
発
性
、
創
造
性
を
育
て
る
こ
と
の
重
要
性
。

・ 

既
存
の
社
会
、
既
成
の
世
代
、
主
流
の
秩
序
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
、
自
由
な
価
値

観
の
み
が
、
将
来
の
社
会
問
題
を
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

 

（「
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

　

ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
学
校
空
間
を
超
え
た
知
識
の
あ
り
方
、
自
由
な

発
想
と
創
造
性
を
育
て
る
こ
と
、
そ
し
て
、
主
流
の
価
値
観
か
ら
距
離
を
お

き
、
自
由
な
価
値
観
を
も
つ
こ
と
が
、
今
後
の
人
生
を
歩
ん
で
い
く
上
で
直

面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
に
導
き
、
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で

（
7
）

き
る
だ
ろ
う
。
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
、
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
趙
韓

は
、
新
し
い
時
代
に
相
応
し
い
教
育
空
間
を
造
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

空
間
で
若
者
が
行
っ
た
多
様
な
実
験
を
観
察
、
記
録
し
、
一
つ
の
エ
ス
ノ
グ

ラ
フ
ィ
と
し
て
『
学
校
を
探
す
子
ど
も
、
子
ど
も
を
探
す
社
会
』
と
い
う
本

に
ま
と
め
た
。
ま
さ
に
、
こ
れ
こ
そ
自
ら
「
自
国
の
人
類
学
者
」
に
な
る
こ

と
を
実
践
し
た
と
い
え
る
。

４
．
自
分
で
仕
事
を
つ
く
る
社
会
的
企
業
の
立
ち
上
げ

　

人
生
の
道
探
し
が
困
難
に
な
っ
た
今
の
時
代
、
落
胆
す
る
若
者
を
見
る
た
び
に
ノ
リ

ダ
ン
で
人
生
の
歩
み
方
を
得
た
子
供
た
ち
と
若
者
は
幸
運
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
人
生
と
遊
び
、
そ
し
て
仕
事
と
学
び
が
調
和
し
た
ノ
リ
ダ
ン
の
知
恵
を
込
め
た
本

書
が
こ
の
時
代
を
越
え
る
小
さ
な
希
望
を
伝
え
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。（
趙
韓
恵
浄
）

　

大
人
に
会
う
と
話
す
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
。
不
動
産
と
財
テ
ク
、
そ
し
て
子
ど
も

の
教
育
問
題
。
話
の
中
心
は
お
金
で
あ
り
、
根
底
に
あ
る
の
は
不
安
で
あ
る
。
不
安
と

い
う
空
気
は
周
囲
を
容
易
く
汚
染
さ
せ
る
た
め
、
大
人
の
不
安
は
ま
さ
に
子
供
た
ち
の

も
の
に
も
な
っ
て
し
ま
う
…
…
だ
が
、
ノ
リ
ダ
ン
と
幼
稚
園
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら

私
の
話
題
が
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
私
だ
け
の
航
路
を
作
り
は
じ
め
た
。
不
安
と
恐
れ

を
伝
え
る
大
人
で
は
な
い
、
き
ち
ん
と
責
任
が
と
れ
る
大
人
が
何
な
の
か
私
も
知
ら
ぬ

間
に
学
ん
だ
。（
ハ
・
ジ
ョ
ン
ヒ
／
京
仁
女
子
大
学
教
授
）

 

（『
ミ
ン
ド
ゥ
ル
レ
』
出
版
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

　
「
せ
っ
か
く
古
い
体
制
か
ら
脱
出
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
い
ざ
就
職
と
な
る

と
『
競
争
社
会
』
に
再
び
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
代
案
的
な
進
路
を
自

ら
作
り
出
せ
な
い
の
か
」、
そ
し
て
「
不
安
や
恐
れ
、
お
金
に
執
着
す
る
の
で

な
く
、
や
り
た
い
こ
と
を
し
な
が
ら
も
責
任
が
と
れ
る
若
者
を
育
て
る
」
に

は
ど
の
よ
う
な
道
が
あ
る
の
か
。

　

ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
を
卒
業
し
た
若
者
た
ち
が
、
そ
の
後
の
進
路
と
し
て
彼

38



論　文

ら
の
特
性
を
活
か
し
な
が
ら
食
べ
て
い
け
る
道
を
模
索
す
る
中
で
ヒ
ン
ト
と

な
っ
た
の
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
「H

ubbub 

M
usic

」で
あ
っ
た
。
ノ
リ
ダ
ン
は
、ケ
ア
の
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
た
多
様
な
バ
ッ

ク
グ
ラ
ン
ド
を
も
っ
た
芸
術
家
と
、
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
で
学
ん
だ
一
〇
代
の

若
者
と
共
に
作
ら
れ
た
自
己
雇
用
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た（『
仕
事

を
し
な
が
ら
遊
ぶ
、
そ
し
て
学
ぶ
』、
一
二
頁
）。
二
〇
〇
四
年
以
降
、
一
一

人
の
メ
ン
バ
ー
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
学
び
、
芸
術
創
作
グ
ー
ル
プ
「
ノ
リ

ダ
ン
」
は
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
「
仕
事
と
遊
び
の
境
界
線
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
境
界
を
越
え
て
い
く
」

「
共
同
生
活
を
し
な
が
ら
と
も
に
遊
び
、
教
え
合
い
、
技
術
を
身
に
付
け
る
」

「（
廃
材
な
ど
）
捨
て
ら
れ
た
も
の
に
再
び
命
を
」「
好
き
な
こ
と
を
し
て
世

界
を
変
え
よ
う
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
掲
げ
、「
ノ
リ
ダ
ン
」
は
「
ハ
ジ
ャ
セ
ン

タ
ー
」
の
職
業
訓
練
の
一
つ
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
が

開
校
し
て
五
年
目
に
入
っ
た
当
時
、
す
で
に
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
で
学
ん
だ
若

者
ら
が
主
体
と
な
っ
て
代
案
的
な
働
き
方
を
模
索
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
ノ
リ
ダ
ン
」
と
は
韓
国
語
で
「
遊
び
団
」
を
意
味
し
、
一
〇
代
か
ら
六
〇

代
に
至
る
ま
で
、
外
国
人
も
含
め
多
様
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
年
間
二
〇
〇
回
を
超
え
る
公
演
や
路
上
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
を
行

い
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
香
港
な
ど
海
外
公
演
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
根
底
に

あ
る
も
の
は
「
好
き
な
こ
と
を
し
な
が
ら
世
界
を
変
え
よ
う
」
と
い
う
理
念

で
あ
っ
た
。
若
者
雇
用
や
環
境
問
題
、
地
域
再
生
な
ど
今
の
韓
国
社
会
の
抱

え
て
い
る
緊
急
課
題
に
挑
戦
す
る
ノ
リ
ダ
ン
は
、
社
会
的
企
業
の
一
つ
と
し

て
も
注
目
を
集
め
た
。
近
代
的
な
価
値
観
で
は
、「
勉
強
」
と
「
遊
び
」、「
仕

事
」
と
「
余
暇
」、「
学
び
」
と
「
教
え
」、「
学
生
」
と
「
教
師
」
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
を
分
け
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
ノ
リ
ダ
ン
は
「
遊
び
」
と
「
学

び
」、
そ
し
て
「
仕
事
」
が
一
人
の
人
生
の
中
で
無
理
な
く
調
和
可
能
な
仕
組

み
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。

　

な
お
、
団
員
に
は
三
つ
の
約
束
が
あ
る
。
一
．「
自
分
の
表
情
に
責
任
を
持

と
う
」、
二
．「
資
格
を
自
ら
証
明
し
よ
う
」、
三
．「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

演
出
し
よ
う
」
で
あ
る
。
二
の
「
資
格
を
証
明
し
よ
う
」
は
「
自
分
が
今

後
で
き
る
こ
と
を
た
だ
並
べ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て

き
た
一
、
二
つ
の
仕
事
の
内
容
を
き
ち
ん
と
説
明
で
き
る
能
力
」
を
指
す
。

そ
し
て
、
三
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
演
出
し
よ
う
」
は
「
方
向
性

（direction

）
を
定
め
、
何
か
を
作
り
出
し
（production

）、
そ
れ
を
表
現
す

る
（presentation

）
一
連
の
作
業
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
自
己
物

語
」
を
い
か
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
。

　

趙
韓
は
、「
や
り
た
い
こ
と
を
し
な
が
ら
食
べ
て
生
き
て
い
こ
う
」
と
い
う

自
己
主
導
型
学
習
を
モ
ッ
ト
ー
に
、「
人
生
の
ベ
ー
ス
に
な
れ
る
学
び
の
場
」

と
し
て
「
ノ
リ
ダ
ン
」
を
考
案
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
以

降
当
時
の
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
「
無
気
力
」
状
態
に
陥
り
、「
時
間
を
守

る
」
と
い
う
基
本
的
な
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
親
の
過

干
渉
、
も
し
く
は
育
児
放
棄
に
よ
り
、「
何
も
で
き
な
い
」「
何
も
し
た
く
な

い
」
と
い
う
子
ど
も
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
欧
米
や
日
本
を
含

む
後
期
近
代
社
会
、
消
費
社
会
で
よ
く
現
れ
る
「
若
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
危
機
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
公
演
・
教
育
・
制
作
の
多
方
面

か
ら
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
体
と
心
と
知
的
能
力
を
訓
練
す
る
統
合

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
「
ノ
リ
ダ
ン
」
が
誕
生
し
た
と
い
え
る
。
音
楽
が
あ
り
、

作
業
が
あ
り
、
隣
人
と
「
祭
り
」
を
楽
し
む
場
と
し
て
の
「
二
一
世
紀
の
新

し
い
マ
ウ
ル
（
＝
ま
ち
）」
が
誕
生
し
た
と
い
え
る
。「
ノ
リ
ダ
ン
」
は
、
文

化
作
業
場
で
若
者
一
人
ひ
と
り
が
根
気
強
く
ケ
ア
の
関
係
を
築
い
て
い
く
代
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案
学
校
と
し
て
、
ま
た
老
若
男
女
と
多
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
が
一
つ
の

場
所
に
集
ま
っ
て
作
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
共
に
生
活
す
る
生
涯
学

習
型
の
マ
ウ
ル
学
校
に
徐
々
に
進
化
し
て
い
っ
た
。
趙
韓
は
、
こ
の
変
化
し

て
い
く
過
程
が
今
日
の
新
し
い
教
育
現
場
が
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
プ

ロ
セ
ス
だ
と
語
っ
た
（『
ノ
リ
ダ
ン
』、
九
―

一
一
頁
）。

　

先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、「
ノ
リ
ダ
ン
」
の
設
立
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
背
景

に
は
、
一
九
九
七
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
経
済
危
機
以
降
の
大
量
失
業
、
非
正
規
雇
用

の
増
加
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
韓
国
で
は
二
〇
〇
六
年

に
「
社
会
的
企
業
育
成
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
社
会
的
企
業
の
中
に
は
、
若

者
問
題
解
決
の
モ
デ
ル
と
し
て
期
待
さ
れ
る
企
業
も
見
ら
れ
、
そ
の
代
表
例

が
「
ノ
リ
ダ
ン
」
で
あ
っ
た
。「
ノ
リ
ダ
ン
」
を
筆
頭
と
し
て
、
ハ
ジ
ャ
セ
ン

タ
ー
は
「
学
び
」「
遊
び
」「
仕
事
」
を
実
践
す
る
社
会
的
企
業
を
徐
々
に
増

や
し
て
い
っ
た
。
例
と
し
て
、「
ト
ラ
ベ
ラ
ー
ズ
マ
ッ
プ
」、「
エ
コ
ウ
ェ
デ
ィ

ン
グ
」、「
ヤ
ン
グ
シ
ェ
フ
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
ト
ラ
ベ
ラ
ー
ズ
マ
ッ

プ
」
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
旅
行
が
海
外
資
本
・
大
手
企
業
に
お
金
が

落
ち
る
仕
組
み
で
あ
り
、
旅
行
先
に
は
そ
の
利
益
が
還
元
さ
れ
な
い
、
む
し

ろ
環
境
が
破
壊
さ
れ
る
構
造
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
地
元
に
利
益
が
還
元
さ

れ
る
こ
と
は
勿
論
、
地
元
住
民
が
持
っ
て
い
る
才
能
を
活
か
し
、
旅
行
す
る

人
と
旅
行
先
の
人
々
が
触
れ
合
う
仕
組
み
を
「
ト
ラ
ベ
ラ
ー
ズ
マ
ッ
プ
」
は

考
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
は
、
地
域
住
民
が
営
む
民
宿
を

利
用
し
、
環
境
を
考
え
て
自
転
車
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
行
う
な
ど
地
域
活
性

化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
エ
コ
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
」
は
、
大
量
の
ご
み
を
出

す
結
婚
式
を
環
境
に
配
慮
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
ド
レ
ス
は
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
で
ん
ぷ
ん
、
イ
グ
サ
な
ど
で
つ
く
り
、
食
事
は
有
機
農
業
の
菜
食
バ

イ
キ
ン
グ
、
ブ
ー
ケ
は
根
っ
こ
付
き
を
利
用
し
、
結
婚
式
が
終
わ
っ
て
か
ら

も
土
に
活
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。「
ヤ
ン
グ

シ
ェ
フ
」
は
、
移
民
や
障
害
者
、
施
設
で
育
っ
た
若
者
な
ど
、
社
会
的
・
経

済
的
な
資
源
が
少
な
い
若
者
に
料
理
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
自
立

を
め
ざ
す
。
こ
れ
ら
社
会
的
企
業
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、「
環
境
の
保
護
」

と
「
若
者
の
自
立
」
と
い
え
る
。

　

二
〇
一
六
年
、
筆
者
の
指
導
学
生
が
半
年
間
韓
国
に
留
学
し
た
際
に
、
社

会
的
企
業
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
課
題
を
出
し
た
。
彼
女
は
ハ
ジ
ャ

セ
ン
タ
ー
関
連
の
社
会
的
企
業
の
中
の
、「
ヤ
ン
グ
シ
ェ
フ
ス
ク
ー
ル
」
で

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
。
シ
ェ
フ
を
招
い
た
調
理
実
習
で
は
料
理
の

技
術
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
料
理
の
感
性
を
磨
く
た
め
の
芸
術
、
バ
ン
ド
活

動
、
さ
ら
に
は
知
識
や
技
術
を
実
戦
的
に
学
ぶ
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
キ
ャ
ン
プ
な

ど
多
様
で
あ
り
、
こ
う
し
た
学
び
や
経
験
か
ら
卒
業
後
の
進
路
も
多
様
化
さ

れ
て
い
る
と
語
る
。「
夜
食
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
試
食
会
に
審
査
員
と
し
て
参

加
し
た
彼
女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
興
味
深
い
。

　

料
理
は
見
た
目
や
味
だ
け
で
な
く
、
そ
の
料
理
を
作
る
に
至
っ
た
過
程
が
実
に
興
味

深
い
も
の
だ
っ
た
。
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
夜
遅
く
ま
で
勉
強
す
る
友
人
に
向

け
、
夜
で
も
カ
ロ
リ
ー
や
塩
分
を
気
に
せ
ず
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
「
卵
ス
ー
プ
」
で

あ
る
。
友
人
を
思
う
優
し
さ
が
料
理
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。
私
は
こ
の
時
、
料
理
を

作
る
に
至
っ
た
動
機
こ
そ
が
、
お
腹
を
満
た
す
だ
け
で
は
な
い
料
理
の
も
う
一
つ
の
意

味
を
作
り
出
す
と
感
じ
た
。（
大
学
三
年
、
Ａ
さ
ん
）

　

大
学
院
生
だ
っ
た
こ
ろ
の
筆
者
が
、
趙
韓
か
ら
常
々
言
わ
れ
て
き
た
「
体

を
使
っ
て
学
ぶ
」
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
性
を
、
次
世
代
の
教

え
子
が
韓
国
留
学
を
通
じ
て
「
自
分
の
言
葉
で
そ
の
体
験
を
語
っ
た
」
こ
と

を
う
れ
し
く
感
じ
た
。
重
要
な
点
は
、
料
理
を
作
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
料

理
を
通
じ
た
「
関
係
性
の
構
築
」
で
あ
る
。
現
地
で
の
「
経
験
」
が
新
し
い
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「
知
識
」
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
新
た
な
「
学
び
」
に

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
実
感
し
た
の
で
あ
る
。
長
年
趙
韓
が

主
張
し
て
い
た
「
植
民
地
性
か
ら
の
脱
却
」
と
「
自
己
物
語
を
持
つ
こ
と
」

が
、
社
会
的
企
業
を
通
じ
て
よ
う
や
く
実
現
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
た
。

５
．
持
続
可
能
な
生
に
も
と
づ
く
ま
ち
づ
く
り

 　

趙
韓
恵
浄
は
、
著
書
『
懐
か
し
い
マ
ウ
ル
を
、
リ
ス
ク
社
会
か
ら
生
き
延

び
る
』（
二
〇
〇
七
）
の
中
で
、
こ
の
二
〇
年
間
、
代
案
教
育
の
現
場
で
出

会
っ
た
若
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
「『
脱
線
』
し
た
人
々
と
過
ご
し
た
時
間
が
と

て
も
楽
し
か
っ
た
」
と
語
る
。
今
日
、
無
気
力
に
な
り
、「
親
に
服
従
し
て
生

き
る
の
が
楽
」
と
い
う
一
〇
代
の
若
者
が
増
え
続
け
て
い
る
。
そ
の
背
景
に

共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
人
生
の
「
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
が
な
い
」
こ
と
で
あ

る
。
お
年
寄
り
が
子
ど
も
と
過
ご
す
と
き
に
幸
せ
を
感
じ
る
よ
う
に
、
一
〇

代
も
安
定
し
た
サ
ポ
ー
タ
ー
と
と
も
に
大
人
と
一
緒
に
い
る
と
き
に
幸
せ
を

感
じ
る
。
二
〇
年
前
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、「
一
〇
代
」「
大
衆
文
化
」「
消
費

社
会
」「
代
案
教
育
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
昨
今
は
「
高
失
業
・
不
安
定
雇

用
」「
雇
用
な
き
成
長
」「
リ
ス
ク
社
会
」
へ
と
将
来
の
展
望
が
見
え
な
い
時

代
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
今
日
の
時
代
に
は
「
生
涯
教
育
」「
社
会
的
企

業
」「
持
続
可
能
な
生
」
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
の
点
で
、
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
代
案
学
校
で
の
学
び
は
、

代
案
的
な
働
き
方
と
並
行
し
、
代
案
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
も
生
み
出
し

て
い
っ
た
。
ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
ノ
リ
ダ
ン
が
、
都
市
を
積
極
的
に

教
育
資
源
と
空
間
と
し
て
活
用
し
、
学
び
と
遊
び
、
そ
し
て
仕
事
を
共
に
考

え
る
未
来
型
教
育
空
間
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
二
〇
〇
四
年
に
設

立
さ
れ
た
趙
韓
の
も
う
一
つ
の
実
験
で
あ
る
「
ソ
ン
ミ
サ
ン
マ
ウ
ル
」
は
、

都
市
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
マ
ウ
ル
＝
ま
ち
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か

を
考
え
、
ソ
ン
ミ
サ
ン
学
校
、
小
さ
な
木
の
カ
フ
ェ
、
生
活
協
同
組
合
、
マ

ウ
ル
劇
場
な
ど
を
結
び
付
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
作
っ
て
い
っ
た
。
今
日
ま
で

つ
づ
く
代
案
教
育
運
動
は
、
教
育
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
都
市
の
再
生
、

持
続
可
能
な
生
、
学
び
と
働
く
こ
と
の
統
合
な
ど
、
後
期
近
代
的
な
生
に
対

す
る
実
践
を
含
め
た
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
福
島
、
二
〇
一

四
：
七
二
）。

　

筆
者
は
、
韓
国
に
行
く
た
び
に
「
ソ
ン
ミ
サ
ン
マ
ウ
ル
」
を
訪
れ
る
。
趙

韓
恵
浄
が
設
立
に
関
わ
っ
た
代
案
学
校
で
あ
り
、
親
し
い
韓
国
の
友
人
が
ソ

ン
ミ
サ
ン
学
校
の
教
師
で
あ
り
、
彼
女
の
家
に
滞
在
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
韓
国
に
行
く
た
び
に
、
ま
た
滞
在
し
て
い
い
の
か
心

配
に
な
る
も
の
の
、
彼
女
は
い
つ
で
も
歓
迎
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
ソ
ン

ミ
サ
ン
学
校
に
行
く
た
び
に
、
近
く
の
カ
フ
ェ
「
パ
プ
サ
ン
（
お
膳
）」
で
有

機
野
菜
の
み
で
作
っ
た
ビ
ビ
ン
バ
を
食
べ
る
。
学
校
の
近
く
に
は
「
小
さ
な

木
の
カ
フ
ェ
」
が
あ
り
、
障
害
を
持
つ
少
年
が
誰
に
も
負
け
な
い
味
の
「
オ

ミ
ジ
ャ
茶
」
を
作
っ
て
く
れ
る
。
学
校
の
屋
上
で
は
常
に
野
菜
を
育
て
て
お

り
、
地
下
に
は
イ
ベ
ン
ト
用
の
大
き
な
ス
テ
ー
ジ
が
あ
り
、
学
生
た
ち
は
そ

こ
で
仲
間
た
ち
と
対
話
を
し
た
り
く
つ
ろ
い
だ
り
す
る
。
教
室
に
は
可
動
式

の
机
が
あ
り
、
自
由
自
在
に
教
室
の
空
間
を
設
定
で
き
る
。
教
員
室
に
い
く

と
い
つ
も
笑
顔
で
迎
え
て
く
れ
る
。
こ
の
居
心
地
の
よ
さ
は
何
な
の
か
。
そ

れ
は
「
開
か
れ
た
関
係
」
で
あ
り
「
開
か
れ
た
学
び
」
ゆ
え
な
の
で
は
な
い

か
。
何
よ
り
も
、彼
ら
は
何
の
躊
躇
も
せ
ず
に
き
ち
ん
と
自
分
の
意
見
を
伝
え

る
。
私
が
相
手
に
き
ち
ん
と
意
見
を
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
、
翌
日
は
心

が
重
く
な
る
も
の
の
、
彼
ら
は
い
つ
も
の
と
お
り
私
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
。
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ポストコロニアル時代に新たな「研究」と「学び」はいかに可能か ― 趙韓恵浄の「自己物語」論を中心に ― 

　

筆
者
は
、
留
学
時
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
趙
韓
恵
浄
の
実
践
を
通

じ
て
、
不
安
定
か
つ
先
行
き
の
見
え
な
い
時
代
に
必
要
な
こ
と
は
、
お
金
や

家
で
は
な
く
、「
依
存
し
た
関
係
性
」
や
「
上
下
関
係
」
で
も
な
く
、「
公
平

な
関
係
性
」
と
「
自
律
」
に
基
づ
く
「
学
び
の
共
同
体
」
で
あ
る
こ
と
に
あ

ら
た
め
て
気
づ
い
た
。
趙
韓
恵
浄
の
い
う
「
日
常
」「
学
校
」「
職
場
」「
思

考
」
に
お
け
る
四
つ
の
学
び
の
実
践
は
、「
脱
植
民
地
化
」
を
意
味
す
る
と
同

時
に
、「
あ
る
社
会
が
ど
れ
だ
け
そ
の
社
会
の
問
題
を
提
起
す
る
力
を
備
え
て

い
る
の
か
、
そ
の
力
を
有
す
る
社
会
が
自
然
と
理
論
を
獲
得
で
き
る
」
こ
と

を
証
明
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
最
後
に
、
趙
韓
恵
浄
の
詩
で
締
め

く
く
り
た
い
。

私
た
ち
は
今
静
か
に
立
ち
止
ま
っ
て
、 

省
察
す
る
時
間
が
必
要
で
あ
る 

私
た
ち
は
一
人
で
過
ご
す
時
間 

他
人
と
関
係
を
築
く
時
間 

創
造
的
な
仕
事
を
す
る
時
間 

楽
し
さ
を
主
体
的
に
楽
し
む
時
間 

何
も
生
産
せ
ず
に 

た
だ
筋
肉
と
感
覚
を
動
か
す
時
間
が
必
要
で
あ
る 

そ
し
て
、
友
人
と
と
も
に 

私
が
暮
ら
し
た
い
世
の
中
を
思
い
浮
か
べ 

企
画
す
る
時
間
が
必
要
で
あ
る 

 

（『
マ
ウ
ル
へ
の
想
像
力
』
も
う
一
つ
の
文
化
、
二
〇
〇
七
：
一
二
五
―

一
二
六
）

注（
１
） 

趙
韓
が
実
際
に
使
っ
た
言
葉
は『
脱
植
民
地
』で
あ
り
、
本
文
で
は
こ
の
言
葉
を
使
う

よ
う
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
趙
韓
が
植
民
地
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
強
調
し
た
た
め

で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
で
は
日
本
の
多
く
の
研
究
者
が
普
段
使
う
『
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
』
と
し
た
。

（
２
） 

こ
の
本
に
は
著
者
の
名
前
が
「
趙
恵
貞
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
名
で
あ

り
、「
趙
韓
恵
浄
」と
い
う
名
前
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
趙
」
は
父
親
、「
韓
」
は
母
親
の
姓
で
あ
る
。
も
と
も
と
韓
国
で
は
、
子
ど
も

は「
父
親
の
姓
」を
名
乗
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
、
韓
国
の
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
中
か
ら
母
親
の
姓
も
入
れ
て
ネ
ー
ミ
ン
グ
す
る
運
動
が
展
開
さ

れ
た
。
名
前
に
入
っ
て
い
る
「
貞
」
と
「
浄
」
は
韓
国
語
で
は
同
じ
発
音
（
ジ
ョ
ン
）

だ
が
、
前
者
が
従
来
の
女
性
ら
し
さ
を
表
す
漢
字
で
あ
る
た
め
、「
浄
」
に
変
え
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
３
） 

日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ソ
・
テ
ジ
は
一
九
九
〇
年
代
に
韓
国
で
は

大
衆
文
化
の
ア
イ
コ
ン
で
あ
り
、
文
化
大
統
領
と
呼
ば
れ
た
ア
イ
ド
ル
だ
っ
た
。
現

在
世
界
的
に
注
目
を
集
め
て
い
るK

-pop

の
源
泉
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
る
。

（
４
） 

日
本
で
言
う
不
登
校
を
こ
の
時
期
の
韓
国
で
は
「
脱
学
校
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
学
校

教
育
の
拒
否
、
学
校
か
ら
の
脱
出
と
い
う
積
極
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
た
言
葉
で

あ
る
。

（
５
） 

ガ
ン
ジ
ー
学
校
の
よ
う
に
平
和
・
生
命
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
な
ど
の
理
念
と
哲
学
に
基
づ

く
学
校
を
は
じ
め
、
公
教
育
に
病
ん
だ
子
ど
も
た
ち
を
治
癒
す
る
学
校
も
設
立
さ

れ
た
。

（
６
） 

ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
若
者
と
彼
ら
の
学
び
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
韓
国

語
で
「
パ
ン
ド
ル
」、
若
者
を
「
ジ
ュ
ク
ド
ル
」
と
呼
び
、「
先
生
」、「
学
生
」
と
い

う
言
葉
は
一
切
使
っ
て
い
な
い
。
学
校
教
育
の
シ
ス
テ
ム
の
言
説
か
ら
脱
脚
す
る
た

め
で
あ
る
。

（
７
） 

ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
に
は
自
分
の
関
心
に
従
っ
て
参
加
で
き
る
専
門
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
行
う
い
く
つ
か
の
ラ
ボ
（laboratory

）
が
あ
り
、「
作
業
場
」
と
呼
ぶ
。
ハ
ジ
ャ

セ
ン
タ
ー
で
行
う
殆
ど
は
、「
勉
強
」
や
「
学
習
」
よ
り
、「
作
業
」
で
あ
る
。

主
要
参
考
文
献

（
韓
国
語
）

趙
恵
浄
（
一
九
九
二
）『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
時
代
、
知
識
人
の
文
の
読
み
方
・
生
の
読
み

方
』
も
う
一
つ
の
文
化
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論　文

趙
韓
恵
浄
（
一
九
九
六
）『
学
校
を
拒
否
す
る
子
ど
も
、
子
ど
も
を
拒
否
す
る
社
会
』
も
う

一
つ
の
文
化

趙
韓
恵
浄
（
二
〇
〇
〇
）『
学
校
を
探
す
子
ど
も
、
子
ど
も
を
探
す
社
会
』
も
う
一
つ
の

文
化

趙
韓
恵
浄
・
ヤ
ン
・
ソ
ニ
ョ
ン
・
ソ
・
ド
ン
ジ
ン
編
（
二
〇
〇
二
）『
な
ぜ
今
、
青
少
年
？

ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
』
も
う
一
つ
の
文
化

趙
韓
恵
浄
（
二
〇
〇
七
）『
懐
か
し
い
マ
ウ
ル
ー
リ
ス
ク
社
会
を
生
き
抜
く
知
恵
』
も
う
一

つ
の
文
化

キ
ム
・
ジ
ョ
ン
フ
ィ
編
（
二
〇
〇
七
）『
働
き
な
が
ら
遊
ぶ
、
学
ぶ
』
ミ
ン
ド
ゥ
ル
レ

趙
韓
恵
浄
（
二
〇
〇
九
）『
教
室
が
戻
っ
て
き
た
』
も
う
一
つ
の
文
化

（
日
本
語
）

上
野
千
鶴
子
・
趙
韓
恵
浄
（
二
〇
〇
四
）『
こ
と
ば
は
届
く
か
―
韓
日
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
往

復
書
簡
』
岩
波
書
店

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
（
一
九
九
三
）『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
上
・
下
）』
平
凡

社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

福
島
み
の
り
（
二
〇
一
〇
）「
韓
国
青
年
失
業
問
題
に
関
す
る
一
考
察
―
社
会
的
企
業
で
働

く
二
〇
代
を
中
心
に
」（『W

aseda G
lobal Forum

 

六
』
三
二
五
―

三
四
二
）

福
島
み
の
り
（
二
〇
一
四
）『
現
代
韓
国
を
知
る
た
め
の
六
〇
章
』
明
石
書
店

<

関
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ>

ハ
ジ
ャ
セ
ン
タ
ー
青
少
年
未
来
進
路
セ
ン
タ
ー
：
하
자
센
터 -

 
서
울
시
립
청
소
년
미
래
진 

로
센
터
（haja.net

）

N
oridan – w

e play,im
agine and create

：
노
리
단 noridan inc,

ミ
ン
ド
ゥ
ル
レ
出
版
社
：
일
하
며 

논
다
、
배
운
다
：
민
들
레 

출
판
사
／
전
체 

도
서 

（m
indle.org

）

ソ
ン
ミ
サ
ン
学
校
：https://sungm

isan.m
odoo.at

社
会
的
企
業
「
オ
ヨ
リ
ア
シ
ア
」：https://oyori.asia/

社
会
的
企
業
「
ト
ラ
ベ
ラ
ー
ズ
マ
ッ
プ
」：https://travelersm

ap.co.kr/m
ain/m

ain.htm
l
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